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デ
ザ
イ
ン
の
歴
史
に
お
け
る
装
飾
の
あ
り
よ
う
を
三
つ
の
段
階
で
と
ら
え
、
装
飾
へ
の
関
心
の
消
息
を
た
ど
り
た

い
。
第
一
の
段
階
は
、
一
九
世
紀
後
半
、
工
業
化
に
よ
る
生
活
の
変
化
に
た
い
し
て
、
美
し
い
装
飾
が
も
と
め
ら
れ
た

局
面
で
あ
り
、
第
二
の
段
階
は
、
二

0
世
紀
前
半
、
工
業
社
会
に
適
合
す
る
た
め
に
、
無
装
飾
が
も
と
め
ら
れ
た
局
面

で
あ
り
、
第
三
の
段
階
は
、
二

0
世
紀
後
半
、
脱
工
業
化
に
と
も
な
う
自
由
な
造
形
の
も
と
で
、
超
装
飾
と
い
う
類
型

が
進
化
し
て
い
く
局
面
で
あ
る
。
た
だ
し
、
無
装
飾
が
も
と
め
ら
れ
た
段
階
に
あ
っ
て
も
、
装
飾
の
代
替
と
し
て
素
材

が
も
ち
い
ら
れ
た
り
、
装
飾
の
代
替
と
し
て
色
彩
が
も
ち
い
ら
れ
た
り
、
装
飾
へ
の
欲
求
は
け
っ
し
て
絶
え
果
て
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
筆
者
の
造
語
で
あ
る
超
装
飾
は
、
正
確
に
い
う
と
装
飾
で
は
な
い
。
装
飾
が
つ
ね
に
本

体
に
付
加
さ
れ
る
何
か
な
ら
ば
、
超
装
飾
と
は
、
本
体
そ
の
も
の
が
装
飾
さ
な
が
ら
躍
動
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
以

下
で
は
、
装
飾
と
は
何
か
と
い
う
問
い
に
始
ま
り
、
デ
ザ
イ
ン
の
歴
史
に
お
け
る
上
記
三
つ
の
段
階
を
検
討
し
て
、
超

装
飾
が
な
ぜ
注
目
さ
れ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
、
現
代
の
装
飾
の
あ
り
か
た
を
考
察
す
る
た
め
の
手
が
か
り
を
得
た

い
。
本
論
は
こ
の
よ
う
に
、
近
代
の
装
飾
史
を
ど
う
描
き
出
す
か
と
い
う
問
題
に
か
か
わ
る
回
。

装
飾
は
つ
ね
に
装
飾
が
あ
た
え
ら
れ
る
本
体
と
の
関
係
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
装
飾
は
か
な
ら
ず
し
も

本
体
す
べ
て
を
覆
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
本
体
の
一
部
で
あ
っ
て
も
表
面
を
覆
う
よ
う
に
平
べ
っ
た
＜
付
着
し
て
い

る
。
装
飾
は
た
し
か
に
無
価
値
で
は
な
い
し
、
本
体
を
し
の
ぐ
価
値
を
も
っ
と
い
っ
た
本
末
転
倒
も
あ
り
う
る
が
、
少

な
く
と
も
装
飾
は
、
後
か
ら
付
加
さ
れ
る
類
の
も
の
で
あ
り
、
本
体
あ
っ
て
こ
そ
の
二
次
存
在
で
あ
る
。
装
飾
は
た
し

か
に
無
内
容
で
は
な
い
し
、
古
い
装
飾
は
つ
ね
に
深
い
意
味
を
も
つ
だ
ろ
う
が
、
装
飾
は
そ
れ
で
も
形
態
そ
れ
自
体
に

注
目
を
集
め
や
す
く
、
絵
画
の
よ
う
に
意
味
を
汲
み
取
る
よ
う
も
と
め
た
り
し
な
い
の
で
、
感
覚
に
働
く
性
格
が
よ
り

強
い
と
言
え
る
§
。
た
し
か
に
こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
装
飾
の
絶
対
条
件
で
は
な
い
が
、
何
か
が
装
飾
か
ど
う
か
判
断

装
飾
と
は
何
か
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装
飾

す
る
た
め
の
指
標
に
は
な
る
。

装
飾
は
、
本
体
の
欠
点
を
隠
し
て
、
本
体
を
よ
り
美
し
く
見
せ
た
り
、
本
体
を
生
き
生
き
と
見
せ
た
り
、
人
間

の
感
覚
を
喜
ば
せ
る
。
け
れ
ど
も
、
古
い
装
飾
美
術
を
と
お
し
て
分
か
る
よ
う
に
、
装
飾
の
役
割
は
そ
れ
に
尽
き

な
い
。
装
飾
は
た
し
か
に
形
自
体
に
注
目
を
集
め
る
だ
ろ
う
が
、
装
飾
は
ま
た
、
何
か
を
表
現
し
、
何
か
を
伝
達

し
、
何
ら
か
の
意
味
を
も
ち
う
る
。
装
飾
は
も
と
も
と
本
体
に
必
要
な
情
報
を
の
せ
る
タ
グ
だ
っ
た
の
で
あ
り
、

集
団
へ
の
帰
属
を
表
し
た
り
、
集
団
で
の
役
割
を
表
し
た
り
、
伝
達
手
段
に
な
り
え
た
。
装
飾
は
た
ん
な
る
飾
り

で
は
な
く
一
種
の
記
号
と
し
て
、
立
派
な
機
能
を
有
し
て
い
た
。
け
れ
ど
も
近
代
に
な
っ
て
、
装
飾
を
擁
護
す
る

側
も
、
装
飾
を
批
判
す
る
側
も
、
こ
の
機
能
を
見
失
い
が
ち
だ
っ
た
。
た
し
か
に
、
装
飾
は
も
と
よ
り
美
し
い
仮

象
で
あ
る
。
仮
象
だ
と
い
う
の
は
、
み
せ
か
け
で
あ
り
、
ま
や
か
し
で
あ
り
、
虚
像
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い

て
で
あ
る
。
装
飾
は
そ
の
か
ぎ
り
本
体
を
偽
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
手
段
で
も
あ
っ
た
。
装
飾
の
ふ
る
ま
い
は
擬

態
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
本
体
を
偽
っ
て
他
の
何
か
の
振
り
を
し
て
い
る
。
近
代
主
義
者
た
ち
の
批
判
の
矛
先
は

も
っ
ば
ら
そ
こ
に
向
け
ら
れ
て
き
た
。

デ
ザ
イ
ン
の
歴
史
を
こ
こ
で
は
三
つ
の
段
階
に
分
け
て
と
ら
え
た
い
。
第
一
の
段
階
は
、
一
九
世
紀
後
半
、
エ

業
化
に
よ
る
生
活
環
境
の
悪
化
に
た
い
し
て
、
美
し
い
装
飾
が
も
と
め
ら
れ
た
時
期
で
あ
り
、
第
二
の
段
階
は
、

二
0
世
紀
前
半
、
工
業
社
会
に
適
合
す
る
た
め
に
、
無
装
飾
が
も
と
め
ら
れ
た
時
期
で
あ
り
、
第
三
の
段
階
は
、

二
0
世
紀
後
半
、
脱
工
業
化
に
と
も
な
い
自
由
な
造
形
が
う
な
が
さ
れ
、
超
装
飾
と
い
う
類
型
が
進
化
し
て
い
く

時
期
で
あ
る
。
た
だ
し
、
装
飾
へ
の
欲
求
は
け
っ
し
て
消
え
去
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
倒
錯
し
た
か
た
ち
で

発
現
し
う
る
点
に
こ
そ
注
目
し
た
い
。
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一
一
九
世
紀
後
半
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
は
、
工
業
化
に
と
も
な
う
必
要
に
応
じ
る
た
め
、
美
し
い
装
飾
を
生
み
出
そ
う

と
し
た
。
一
九
世
紀
に
お
い
て
過
去
の
様
式
を
使
い
ま
わ
す
歴
史
主
義
の
傾
向
は
強
か
っ
た
が
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

モ
リ
ス
に
か
ぎ
ら
ず
、
植
物
を
モ
チ
ー
フ
に
新
し
い
装
飾
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
機
運
も
し
だ
い
に
高
ま
る
。
一

九
世
紀
英
国
の
状
況
を
代
表
す
る
の
は
、
オ
ー
ウ
ェ
ン
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
一
八
五
六
年
の
『
装
飾
の
文
法
』
に
ち

が
い
な
い
§
。
建
築
家
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
、
装
飾
の
一
般
原
理
と
し
て
三
七
カ
条
を
あ
げ
て
、
時
代
地
域
ご
と
に

装
飾
の
分
類
を
お
こ
な
っ
て
い
る
面
1
]
。
部
族
美
術
に
始
ま
り
、
非
西
洋
の
装
飾
の
例
を
満
載
し
て
お
り
、
装

飾
の
精
密
な
分
析
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
印
刷
に
は
当
時
最
高
の
カ
ラ
ー
印
刷
技
術
を
も
ち
い
て
お
り
、
啓
蒙
書

と
し
て
の
美
し
さ
、
実
用
書
と
し
て
の
詳
し
さ
、
学
術
上
の
価
値
を
あ
わ
せ
も
っ
て
い
る

[
3
。
こ
の
本
は
、
独

仏
両
言
語
に
も
訳
さ
れ
、
類
似
の
装
飾
事
典
を
多
く
生
み
出
し
た
。
美
術
史
家
リ
ー
グ
ル
は
、
装
飾
の
図
を
参
照

す
る
だ
け
で
な
く
、
装
飾
の
形
態
分
析
に
大
い
に
刺
激
を
受
け
た
[
屯
]
゜

ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
『
装
飾
の
文
法
』
は
一
九
世
紀
ら
し
い
書
物
で
あ
る
。
過
去
の
様
式
を
使
い
回
そ
う
と
す
る
歴

史
主
義
の
傾
向
や
、
非
西
洋
へ
の
関
心
を
色
濃
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
た
だ
し
そ
こ
に
中
世
へ
の
偏
っ
た
憧
憬
は

な
く
、
東
洋
趣
味
の
好
奇
の
目
も
な
く
、
古
今
東
西
の
装
飾
の
分
析
を
と
お
し
て
装
飾
の
原
理
に
踏
み
込
も
う
と

し
て
お
り
、
学
問
の
関
心
に
も
と
づ
く
研
究
も
ま
た
当
時
の
状
況
の
一
面
を
み
せ
て
い
る
。
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
『
装

飾
の
文
法
』
は
さ
ら
に
、
歴
史
主
義
を
反
映
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
新
し
い
装
飾
を
生
み
出
そ
う
と
い
う
気
運

を
あ
ら
わ
し
て
い
る
点
で
も
、
時
代
の
書
物
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
本
の
な
か
で
異
色
な
の
は
、
ド
レ
ッ
サ
ー

に
よ
る
植
物
の
構
造
の
図
で
あ
る
涵
2
]
。
こ
れ
だ
け
は
装
飾
の
見
本
で
は
な
い
。
こ
の
図
は
、
植
物
の
構
造
に

学
ぶ
こ
と
で
新
し
い
装
飾
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
ド
レ
ッ
サ
ー
自
身
の
関
心
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
が
、
同
時
に
ま

た
時
代
の
気
運
も
先
取
り
し
て
い
る
。

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
は
一
九
世
紀
英
国
を
代
表
す
る
装
飾
家
の
一
人
に
し
て
、
工
業
デ
ザ
イ
ン
の

先
駆
者
で
も
あ
り
、
明
治
初
頭
に
日
本
を
訪
れ
た
日
本
通
で
も
あ
っ
た

[
3
。
一
八
五

0
年
代
、
若
き
ド
レ
ッ
サ
ー

は
植
物
学
の
研
究
に
い
そ
し
み
、
官
立
デ
ザ
イ
ン
学
校
で
植
物
学
を
講
じ
る
よ
う
に
な
り
頁
3
.
4
]
、
植
物
学
の
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オーウェン・ジョーンズ 「装飾の文法」 1856年
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図2I 
オーウェン・ジョーンズ 「装飾の文法」 1856年 霞霊
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lil4 

I図3

クリストファー・ドレッサー、 1854-55年、 V&A蔵

I図4

クリストファー・ドレッサー、 1854-55年、 V&A蔵

I図5

壁紙見本、 WilliamCooke & Sons、1863年

ドレッサーが監修したとみられる。

lil5 

本
を
刊
行
し
て
、
一
八
六

0
年
に
は
イ
エ
ナ
大
学
か
ら
植
物
学
の
博
士
号
を
得
て
い
る
。
ド
レ
ッ
サ
ー
の
植
物
へ
の
関
心

は
、
形
態
学
か
ら
く
る
植
物
の
構
造
へ
の
関
心
で
あ
り
、
植
物
学
の
知
見
を
そ
の
ま
ま
装
飾
の
図
案
に
生
か
そ
う
と
当
初

か
ら
考
え
て
い
た
[r]
。
一
八
六

0
年
代
に
な
る
と
ド
レ
ッ
サ
ー
は
、
装
飾
の
仕
事
に
力
を
注
ぐ
よ
う
に
な
っ
た
。
か
れ

は
、
装
飾
理
論
書
を
ま
と
め
、
装
飾
美
術
家
と
し
て
は
、
壁
紙
の
デ
ザ
イ
ン
を
請
け
負
っ
た
り
属
5
」
、
磁
器
メ
ー
カ
ー

に
図
案
を
提
供
し
た
り
し
た
。
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一
九
世
紀
か
ら
二

0
世
紀
に
か
け
て
は
、
デ
ザ
イ
ン
の
過
渡
期
で
あ
り
、
装
飾
に
た
い
す
る
評
価
が
変
わ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
大
き

な
変
化
は
一
九
一

0
年
前
後
に
起
こ
っ
た
。
世
紀
の
変
わ
り
目
に
全
盛
を
迎
え
た
装
飾
美
術
に
た
い
し
て
、
近
代
デ
ザ
イ
ン
ヘ
の
動
き
が

活
発
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
い
う
近
代
デ
ザ
イ
ン
と
は
、
合
理
主
義
の
考
え
の
も
と
、
歴
史
様
式
を
否
定
し
、
表
面
装
飾
を
排
除
し
、
簡

素
な
幾
何
形
態
を
と
ろ
う
と
す
る
傾
向
で
あ
る
[
渭
]
o

た
と
え
ぱ
‘
ぺ

l
夕

l
.
べ
!
レ
ン
ス
は
こ
の
変
化
を
体
現
し
た
芸
術
家
で
あ
り
、

こ
の
人
物
の
仕
事
に
注
目
す
る
だ
け
で
時
代
の
変
化
が
わ
か
る
日
。
ベ
ー
レ
ン
ス
は
一
八
八
六
年
か
ら
絵
画
を
学
ん
で
い
た
が
、
か
れ

を
有
名
に
し
た
の
は
一
八
九
八
年
に
雑
誌
『
パ
ン
』
に
挿
し
込
ま
れ
た
木
版
多
色
刷
作
品
《
接
吻
》
だ
っ
た
属
6
」
。
一
九
世
紀
末
に

あ
っ
て
ベ
ー
レ
ン
ス
は
ま
だ
当
時
の
ユ
ー
ゲ
ン
ト
シ
ュ
テ
ィ
ル
の
装
飾
様
式
に
浸
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
か
れ
は
一
九

0
三
年
に
デ
ュ
ッ

セ
ル
ド
ル
フ
工
芸
学
校
の
校
長
と
な
り
、
産
業
と
の
関
係
を
深
め
な
が
ら
、
実
直
な
造
形
へ
と
傾
い
て
い
く
。
ベ
ー
レ
ン
ス
は
一
九
〇

七
年
か
ら
電
気
メ
ー
カ
ー

A
E
G
の
芸
術
顧
問
と
し
て
、
製
品
・
広
告
・
建
築
の
デ
ザ
イ
ン
を
引
き
受
け
た
。
新
興
産
業
の
仕
事
に
お
い

て
、
ベ
ー
レ
ン
ス
の
装
飾
の
欲
は
か
な
り
抑
え
ら
れ
て
い
る
。
ア
ー
ク
灯
の
造
形
は
あ
ま
り
無
駄
が
な
い
。
製
品
の
広
告
も
実
に
徹
し
て

い
る
属
7
]
。
タ
ー
ビ
ン
工
場
は
、
左
右
対
称
の
重
厚
な
構
え
が
古
典
主
義
を
思
わ
せ
る
が
、
一
切
の
装
飾
を
も
た
ず
工
業
素
材
が
露
出

し
て
い
る
祠
8
」
。
そ
れ
に
し
て
も
ベ
ー
レ
ン
ス
の
変
節
ぶ
り
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
ベ
ー
レ
ン
ス
は
過
渡
期
の
人
物
で
あ
り
、

グ
ロ
ピ
ウ
ス
の
よ
う
な
後
続
の
世
代
ほ
ど
無
装
飾
を
貫
い
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。
バ
ウ
ハ
ウ
ス
初
代
校
長
の
グ
ロ
ピ
ウ
ス
は
一
九

0
八

年
か
ら
一

0
年
ま
で
ベ
ー
レ
ン
ス
の
事
務
所
で
働
い
て
お
り
、
一
九
一
三
年
に
す
で
に
ガ
ラ
ス
の
被
膜
で
覆
わ
れ
た
工
場
を
完
成
さ
せ
て

い
る
。
こ
こ
で
す
で
に
、
無
装
飾
の
追
求
を
つ
き
つ
め
て
、
透
明
性
の
追
求
に
お
よ
ん
で
い
る
。

ア
ド
ル
フ
・
ロ
ー
ス
は
、
激
し
い
装
飾
批
判
の
た
め
に
厳
格
な
近
代
主
義
者
と
思
わ
れ
や
す
い
が
、
数
々
の
自
己
矛
盾
ゆ
え
に
、
ロ
ー

ス
も
ま
た
過
渡
期
の
人
物
と
み
る
べ
き
で
あ
る
丑
。
建
築
家
ロ
ー
ス
の
一
九

0
八
年
の
文
章
「
装
飾
と
犯
罪
」
は
、
二
つ
の
点
か
ら
装

飾
を
批
判
し
て
い
る
阿
。
す
な
わ
ち
、
近
代
文
明
人
は
も
は
や
外
面
を
飾
る
必
要
が
な
い
ほ
ど
豊
か
な
内
面
を
も
つ
か
ら
で
あ
り
、
装

ー

ー

ア
ン
チ反

ー
装
飾
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I図6

ベーター・ベーレンス《接吻〉1898年、木版多色刷

I図7

ペークー・ベーレンス、 AEGのアーク灯の広告、 1911年

| ll!I8 

ペーター・ベーレンス， AEGタービン工場、ベルリン、 1909年

筆者撮影： 2013年
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ロース《ミヒャエル広場の建築》ウィーン、 1911年

筆者撮影： 2003年

ー

ー

飾
は
そ
も
そ
も
労
力
の
無
駄
で
あ
り
人
間
の
酷
使
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
ロ
ー
ス

の
批
判
は
も
っ
ば
ら
自
己
満
足
の
た
め
に
職
人
た
ち
を
虐
げ
て
い
る
「
高
貴
な
方
々
」
に
向
け
ら
れ
て
お

り
、
喜
ん
で
細
工
を
し
て
く
れ
る
靴
職
人
の
気
の
い
い
申
し
出
を
断
る
理
由
は
な
い
と
言
う
。
ロ
ー
ス
は
装

飾
を
全
否
定
し
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
、
修
辞
に
満
ち
満
ち
た
ロ
ー
ス
の
文
章
そ
の
も
の
が
装
飾
に
覆
わ
れ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
一
九
―
一
年
に
完
成
し
た
ウ
ィ
ー
ン
の
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
広
場
前
の
ロ
ー

ス
ハ
ウ
ス
も
ま
た
有
名
な
例
だ
が
ど
う
だ
ろ
う
面
9
]
。
た
し
か
に
建
物
の
上
階
の
窓
は
そ
っ
け
な
く
四
角

く
切
り
抜
か
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
上
階
の
窓
割
り
と
下
階
の
柱
の
並
び
の
不
一
致
か
ら
明
ら
か
な
よ
う

に
、
古
典
様
式
の
柱
は
そ
も
そ
も
建
物
を
支
え
る
役
割
を
も
た
な
い
装
飾
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
高
価
な
大
理

石
も
ま
た
装
飾
の
代
替
で
あ
る
。

ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
も
近
代
デ
ザ
イ
ン
の
推
進
者
の
一
人
で
あ
っ
た
が
、
画
家
を
志
し
て
い
た
タ
ウ
ト
は

色
彩
に
強
い
こ
だ
わ
り
を
み
せ
た
。
タ
ウ
ト
の
代
表
作
に
一
九
一
四
年
の
ド
イ
ツ
工
作
連
盟
展
の
ガ
ラ
ス
組

合
の
パ
ビ
リ
オ
ン
が
あ
る
。
こ
れ
は
特
定
の
用
途
を
も
た
な
い
一
個
の
芸
術
作
品
だ
っ
た
。
壁
面
か
ら
階
段

に
い
た
る
ま
で
色
と
り
ど
り
の
ガ
ラ
ス
で
満
た
さ
れ
、
内
部
に
し
つ
ら
え
て
あ
る
の
は
水
の
流
れ
る
階
段
状

の
滝
で
あ
り
、
光
に
満
た
さ
れ
た
色
彩
は
、
言
葉
に
尽
く
せ
な
い
何
か
を
表
現
す
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
の

ち
第
一
次
大
戦
中
、
タ
ウ
ト
は
実
作
の
機
会
に
恵
ま
れ
ず
、
紙
の
上
の
空
想
建
築
に
ふ
け
っ
た
。
タ
ウ
ト
は
都
市
の
中
心
に
水
晶
宮
を
い

た
だ
＜
《
都
市
の
冠
》
を
構
想
し
た
あ
と
[
巾
f

大
自
然
と
ご
体
と
な
つ
た
《
ア
ル
プ
ス
建
築
》
を
発
表
す
る
が
〔
芭
ヽ
両
者
と
も
に
色
彩

の
豊
か
さ
を
強
調
し
て
い
る
。
終
戦
後
一
九
一
九
年
九
月
に
『
建
築
雑
誌
』
に
「
色
彩
建
築
宜
言
」
が
掲
載
さ
れ
た
[
屯
孟
グ
ロ
ピ
ゥ
ス

な
ど
気
鋭
の
建
築
家
た
ち
が
賛
同
者
と
し
て
名
を
連
ね
た
が
、
タ
ウ
ト
が
起
草
し
た
宣
言
文
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
色
彩
が
た
ん
な

る
表
現
の
手
段
で
は
な
く
、
窮
乏
の
時
代
に
あ
っ
て
装
飾
の
安
価
な
代
替
と
な
る
と
考
え
て
い
た
点
で
あ
る
。
そ
の
の
ち
タ
ウ
ト
は
、
一

九
ニ
―
年
か
ら
二
四
年
に
か
け
て
マ
グ
デ
ブ
ル
ク
の
建
築
課
長
と
な
り
、
色
彩
建
築
を
実
現
す
る
機
会
を
あ
た
え
ら
れ
、
一
九
二
四
年
か

ら
は
ベ
ル
リ
ン
の
集
合
住
宅
に
も
色
彩
を
あ
た
え
よ
う
と
し
た
。
け
れ
ど
も
、
色
彩
の
役
割
は
そ
こ
で
大
き
く
変
化
し
た
か
に
み
え
る
。

集
合
住
宅
に
お
け
る
色
彩
は
も
は
や
崇
高
な
精
神
を
表
現
す
る
よ
り
も
、
装
飾
の
安
価
な
代
替
に
成
り
下
が
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。

f茂 ci 

ー

I, 

ー
國

9
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I

超
ー
装
飾

一
九
世
紀
か
ら
二

0
世
紀
に
か
け
て
の
デ
ザ
イ
ン
手
法
の
変
化
は
明
ら
か
で
あ
る
。
一
九
世
紀
の
装
飾
家
た
ち
は
本
体
に
装
飾

を
付
け
足
そ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
加
え
る
操
作
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
二

0
世
紀
の
近
代
主
義
者
た
ち
は
本
体
を
な
る
べ
く

少
な
く
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
減
ら
す
操
作
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
デ
ッ
サ
ウ
校
の
校
舎
が
、
ガ
ラ
ス

の
被
膜
に
よ
っ
て
透
明
で
あ
ろ
う
と
し
た
よ
う
に
、
ブ
ロ
イ
ヤ
ー
の
片
持
ち
構
造
の
椅
子
は
、
後
ろ
脚
を
省
略
し
て
い
る
。
と
は

い
え
、
近
代
デ
ザ
イ
ン
の
最
前
衛
で
す
ら
装
飾
か
ら
逃
れ
て
は
い
な
い
。
装
飾
の
排
除
は
つ
ね
に
主
張
の
上
で
の
話
で
あ
り
、
造

形
家
た
ち
は
装
飾
の
代
替
を
も
と
め
た
。
こ
こ
で
装
飾
の
代
替
と
い
う
の
は
、
表
面
を
覆
う
よ
う
な
装
飾
で
は
な
い
が
、
本
来
の

目
的
以
上
の
美
し
さ
を
演
出
し
た
り
、
何
か
を
象
徴
し
た
り
、
何
か
を
表
現
し
た
り
、
自
己
で
は
な
い
何
か
を
指
示
す
る
と
い
う

ょ
う
に
、
装
飾
と
同
じ
機
能
を
も
つ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ロ
ー
ス
に
お
い
て
素
材
こ
そ
装
飾
の
代
替
だ
っ
た
よ
う
に
、
タ
ウ
ト

に
お
い
て
色
彩
こ
そ
装
飾
の
代
替
だ
っ
た
。
ミ
ー
ス
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ロ
ー
エ
の
ガ
ラ
ス
の
被
膜
す
な
わ
ち
透
明
で
す
ら
、
装

飾
の
代
替
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

装
飾
へ
の
欲
求
は
け
っ
し
て
絶
え
果
て
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
装
飾
は
い
つ
の
時
代
で
も
健
在
だ
っ
た
。
現
代
に

あ
っ
て
も
、
私
た
ち
の
身
の
回
り
に
は
装
飾
が
あ
ふ
れ
、
装
飾
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
現
実
が
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
、
昔

の
工
芸
家
の
よ
う
に
装
飾
賛
美
に
ま
わ
っ
て
も
、
近
代
主
義
者
よ
ろ
し
く
装
飾
批
判
を
お
こ
な
っ
て
も
、
現
実
に
あ
ま
り
響
か
な

い
。
そ
こ
で
、
超
装
飾
と
い
う
類
型
を
こ
こ
に
措
定
し
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
二
者
択
一
の
思
考
か
ら
逃
れ
、
新

し
い
醐
心
が
生
み
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
た
し
か
に
、
私
た
ち
の
世
界
に
生
気
を
あ
た
え
て
き
た
の
は
、
装
飾
だ
け
と
は
か

ぎ
ら
な
い
。

超
装
飾
と
は
、
本
体
の
ま
わ
り
に
装
飾
を
ま
と
わ
せ
る
の
で
な
く
、
本
体
そ
の
も
の
が
躍
動
し
て
い
る
場
合
を
い
う
。
超
装
飾

は
、
表
面
上
の
み
せ
か
け
に
す
ぎ
な
い
装
飾
の
欠
点
を
克
服
し
な
が
ら
、
近
代
デ
ザ
イ
ン
に
指
摘
さ
れ
る
生
気
の
な
さ
か
ら
も
脱
し
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ー
て
い
る
。
超
装
飾
は
、
表
面
を
覆
う
装
飾
で
は
な
い
が
、
本
体
の
う
ち
に
装
飾
の
精
神
を
宿
し
て
お
り
、
装
飾
の
働
き
を

す
べ
て
満
た
し
て
い
る
。
超
装
飾
は
す
な
わ
ち
、
生
気
づ
け
る
働
き
、
美
し
く
見
せ
る
働
き
、
何
か
を
伝
え
る
働
き
、
こ

れ
ら
す
べ
て
の
働
き
を
自
己
の
性
格
と
し
て
保
っ
て
お
り
、
装
飾
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
装
飾
を
超
え
る
何
か
で
あ
る
。
超

装
飾
は
た
し
か
に
装
飾
で
は
な
い
が
、
装
飾
が
つ
い
に
本
体
を
乗
っ
取
っ
て
し
ま
っ
た
状
態
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

超
装
飾
は
け
っ
し
て
新
し
い
現
象
で
は
な
い
。
装
飾
と
同
じ
く
ら
い
昔
か
ら
あ
っ
た
。
超
装
飾
は
す
な
わ
ち
過
剰
な

肉
づ
け
で
あ
り
、
過
剰
な
モ
デ
リ
ン
グ
で
あ
り
、
や
り
す
ぎ
は
古
今
東
西
の
芸
術
に
つ
き
も
の
だ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、

装
飾
は
も
っ
ば
ら
平
面
の
問
題
で
あ
り
、
肉
付
け
は
立
体
の
問
題
で
あ
り
、
分
け
て
考
え
る
の
が
習
い
と
な
っ
て
き

た
。
超
装
飾
の
語
を
も
ち
い
て
議
論
す
る
の
は
、
両
者
の
連
続
を
も
っ
と
意
識
す
る
た
め
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
リ
ー

グ
ル
の
よ
う
な
美
術
家
は
す
で
に
古
代
の
浮
彫
の
よ
う
に
装
飾
そ
れ
自
体
が
肉
感
を
も
つ
傾
向
に
つ
い
て
洞
察
を
深
め

て
い
た
[
氾
o

そ
の
ぅ
え
で
ヽ
超
装
飾
が
ま
す
ま
す
現
代
の
問
題
だ
と
言
う
の
は
、

3
D
化
の
技
術
に
よ
り
、
平
面
ィ

メ
ー
ジ
と
立
体
物
と
の
連
続
が
ま
す
ま
す
無
視
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

倉
俣
史
朗
の
一
九
七

0
年
の
《
変
型
の
家
具
》
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
開
始
を
告
げ
る
作
品
で
あ
り
、
超
装
飾
の
典

型
と
し
て
意
味
深
い
属
10
」
。
こ
の
引
き
出
し
の
場
合
、
過
去
の
装
飾
様
式
の
引
用
で
は
な
く
、
躍
動
す
る
形
態
と
そ

の
過
剰
な
身
振
り
に
よ
っ
て
、
生
気
の
な
い
近
代
デ
ザ
イ
ン
を
批
判
し
て
お
り
、
平
凡
な
商
業
デ
ザ
イ
ン
に
も
一
撃
を

あ
た
え
て
い
る
。
し
か
し
お
そ
ら
く
、
倉
俣
作
品
の
な
か
で
一
番
有
名
な
の
は
肘
掛
椅
子
《
ミ
ス
ブ
ラ
ン
チ
》
だ
ろ

う

属
11]
。
こ
ち
ら
は
椅
子
ら
し
い
外
観
を
と
ど
め
て
い
る
が
、
こ
の
椅
子
の
ほ
う
が
装
飾
な
る
も
の
の
裏
を
か
い
た

周
到
な
作
品
で
あ
り
、
装
飾
と
は
何
か
を
考
え
さ
せ
る
好
例
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
花
は
い
か
に
も
装
飾
に
向
い
た

要
素
だ
が
、
花
は
こ
の
椅
子
の
周
り
を
飾
っ
て
お
ら
ず
、
花
は
も
は
や
装
飾
と
は
言
え
な
い
。
《
ミ
ス
ブ
ラ
ン
チ
》
で

は
透
明
ア
ク
リ
ル
の
な
か
に
造
花
が
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
椅
子
そ
の
も
の
は
踊
っ
て
お
ら
ず
、
こ
れ

を
超
装
飾
と
は
言
わ
な
い
で
お
く
。

一
九
九
七
年
に
発
表
さ
れ
た
川
久
保
玲
の
通
称
《
こ
ぶ
ド
レ
ス
》
は
ど
う
だ
ろ
う
面
12]
。
表
面
の
チ
ェ
ッ
ク
柄
が
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霞
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園
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I図10

倉俣史朗 《変塑の家具》1970年

I図11

倉俣史朗《ミスブランチ》1988年

I図12

川久保玲〈ドレス》1997年

閾
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い
び
つ
な
形
状
を
引
き
立
て
て
い
る
が
、
衣
服
全
体
と
し
て
は
、
ダ
ウ
ン
パ
ッ
ド
の
充
填
に
よ
っ
て
表
面
を
覆
う
以
上
に
膨
ら
ん
で
い

る
。
衣
服
は
つ
ね
に
身
体
の
表
面
を
覆
う
も
の
な
ら
ば
、
衣
服
自
体
が
す
で
に
装
飾
の
性
格
を
そ
な
え
て
い
る
。
《
こ
ぶ
ド
レ
ス
》
は
し

か
し
装
飾
ら
し
い
平
面
の
性
格
か
ら
脱
し
て
、
身
体
へ
の
付
加
物
で
は
な
く
身
体
自
体
で
あ
る
か
よ
う
に
振
る
舞
う
。
こ
の
ド
レ
ス
も
ま

た
超
装
飾
と
い
え
な
い
か
も
れ
な
い
が
、
過
剰
な
肉
づ
け
に
お
い
て
超
装
飾
と
近
い
性
格
を
も
つ
。

建
築
に
お
け
る
超
装
飾
に
つ
い
て
は
、
時
代
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
近
代
に
お
け
る
出
発
点
と
見
ら
れ
る
の
は
、

九
二

0
年
代
前
半
に
盛
ん
だ
っ
た
表
現
主
義
の
建
築
で
あ
る
玉
。
混
同
さ
れ
や
す
い
が
、
表
現
主
義
の
建
築
が
、
ア
ー
ル
ヌ
ー
ボ
ー
の

よ
う
な
以
前
の
装
飾
美
術
と
一
線
を
画
す
と
こ
ろ
は
、
表
面
の
装
飾
で
は
な
く
、
形
態
そ
れ
自
体
の
自
由
を
追
求
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

け
れ
ど
も
た
と
え
ば
、
一
九
一

0
年
代
か
ら
二

0
年
代
に
お
よ
ぶ
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
派
の
建
築
に
み
ら
れ
る
の
は
、
ア
ー
ル
ヌ
ー
ボ
ー
の

装
飾
を
引
き
受
け
な
が
ら
、
表
現
主
義
の
肉
量
感
を
増
し
て
い
く
、
一
続
き
の
展
閲
で
あ
る
。
超
装
飾
と
は
、
装
飾
の
欲
求
が
も
の
の
本

体
に
染
み
入
る
事
態
を
い
う
な
ら
ば
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
派
の
建
築
の
波
打
つ
レ
ン
ガ
壁
面
な
ど
は
、
超
装
飾
の
も
っ
と
も
明
白
な
例
と

な
ろ
う
団
。

表
現
主
義
の
建
築
は
、
伝
統
様
式
に
よ
ら
ず
に
自
由
な
形
態
に
う
っ
た
え
る
建
築
で
あ
る
か
ぎ
り
、
一
番
そ
れ
ら
し
い
の
は
、
実
現
を

度
外
視
し
た
紙
の
上
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
建
築
に
ち
が
い
な
い
。
ド
イ
ツ
で
は
一
九
一
八
年
の
革
命
を
機
と
し
て
、
奇
想
天
外
な
イ
メ
ー
ジ
が

盛
ん
に
描
か
れ
た
。
ド
イ
ツ
表
現
主
義
の
建
築
を
み
る
か
ぎ
り
、
自
由
な
形
態
を
も
と
め
る
な
か
で
も
、
結
晶
の
よ
う
な
無
機
形
態
に
よ

る
も
の
と
、
生
物
の
よ
う
な
有
機
形
態
に
よ
る
も
の
と
、
大
き
く
二
種
類
の
か
た
ち
に
大
別
さ
れ
る
。
無
機
形
態
に
つ
い
て
は
、
シ
ャ
ロ

ウ
ン
が
一
九
一
九
年
か
ら
ニ
―
年
に
か
け
て
描
い
た
水
彩
画
に
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
玉
。
こ
れ
は
シ
ャ
ロ
ウ
ン
個
人
の
思
い
つ
き

と
い
う
わ
け
で
な
く
、
ガ
ラ
ス
—
氷
—
結
晶
と
い
う
連
想
は
、
当
時
の
建
築
家
の
あ
い
だ
で
共
有
さ
れ
た
考
え
だ
っ
た
面

1
3
.
1
4
]
。
有
機

形
態
の
ほ
う
は
、
フ
ィ
ン
ス
テ
ル
リ
ン
の
絵
画
作
品
に
も
っ
と
も
過
激
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
属
1
5
.
1
6
]
。
こ
の
人
物
は
、
生
涯
に
わ
た
り

建
築
を
―
つ
も
実
現
し
て
お
ら
ず
、
文
字
通
り
の
空
想
建
築
家
だ
っ
た
[
旧
孟

一
九
二

0
年
に
結
成
さ
れ
た
日
本
の
分
離
派
は
、
西
洋
の
様
式
建
築
の
模
倣
に
力
を
注
い
で
き
た
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
反
抗
し
て
、
自
由

な
建
築
を
も
と
め
た
青
年
グ
ル
ー
プ
で
、
日
本
の
近
代
運
動
の
出
発
点
と
み
な
さ
れ
る
[
芭
o

メ
ン
パ

l
の
描
い
た
建
築
イ
メ
l
ジ
を
み

ー

ー
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I図13

ハンス・シャロウン〈建築の対面離反の原理〉1919-21年

I図14

ハンス・シャロウン（無題） 1919-21年

I図15

ヘルマン・フィンステルリン〈コンサートホール）1919年

I図16

ヘルマン・フィンステルリン〈ガラスによる夢）1920年

躙

[14

1116 

胃
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山田守 （フリーデザイン・クレマトリウム〉1920年

ー

ー

守 山 如3二九ー ムユり>.v,バザデー，'' .

1117 

る
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
表
現
主
義
と
似
て
い
る
が
、
最
盛
期
は
一
九
二

0
年
代
前
半
と
重
な
っ
て
お
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
表
現
主
義
と
歩
調

を
合
わ
せ
た
運
動
だ
っ
た
と
い
え
る
属
17]
。
表
現
主
義
の
建
築
は
そ
れ
ほ
ど
長
く
盛
り
上
が
っ
て
い
た
わ
け
で
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と

同
じ
く
日
本
で
も
一
九
二

0
年
代
後
半
に
下
火
と
な
り
、
表
現
主
義
の
建
築
家
た
ち
は
反
動
か
ら
な
の
か
没
個
性
を
売
り
に
す
る
国
際
様

式
へ
と
傾
い
て
い
く
。

ー

ー
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舅

[18

I図18

MoMA脱構築建築展、 1988年

カタログ所収の図面

上：ベルナール・チュミ、 1985年

中：コープ・ヒンメルプラウ、 1986年

下：ダニエル・リベスキンド、 1987年

一
九
八

0
年
代
以
降
あ
ら
わ
れ
た
脱
構
築
建
築
は
と
く
に
自
由
奔
放
な
形
態
に
う
っ
た
え
る
点
で
、
現
代
に
お
け
る
超
装
飾
の

モ
デ
ル
で
あ
る
。
脱
構
築
建
築
と
し
て
分
類
さ
れ
る
ハ
イ
テ
ク
建
築
は
、
一
九
二

0
年
代
の
近
代
主
義
に
お
い
て
夢
想
さ
れ
た
奇

想
天
外
な
か
た
ち
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
構
造
計
算
に
よ
っ
て
現
実
化
し
て
い
る
。
―
つ
の
源
泉
と
し
て
構
成
主
義
が
あ
り
、
一
っ

の
源
泉
と
し
て
表
現
主
義
が
あ
り
、
脱
構
築
建
築
は
こ
れ
ら
近
代
の
未
完
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
三
次
元
に
実
現
し
た
の
だ
っ
た
。

脱
構
築
建
築
の
名
は
も
と
も
と
、
一
九
八
八
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
近
代
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
展
覧
会
の
タ
イ
ト
ル
に
由
来
す

る
。
展
覧
会
で
紹
介
さ
れ
た
の
は
、
一
九
八

0
年
代
の
各
国
の
建
築
家
た
ち
の
作
品
で
、
申
し
合
わ
せ
た
わ
け
で
な
い
の
に
一
九

二
0
年
代
の
ロ
シ
ア
構
成
主
義
と
類
似
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
注
目
さ
れ
て
い
る
日
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
建
築
と
の
大
き
な
違
い

は
、
過
去
の
様
式
の
使
い
回
し
で
は
な
く
、
建
築
の
表
面
の
操
作
で
も
な
く
、
本
体
自
体
が
も
は
や
本
家
の
構
成
主
義
を
も
凌
い
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ー

ー

で
、
炸
裂
し
て
い
る
か
に
見
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
む
し
ろ
図
面
の
線
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
る
属
18
」。

一
九
九
七
年
に
開
館
し
た
ス
ペ
イ
ン
の
ビ
ル
バ
オ
に
あ
る
グ
ッ
ゲ
ン
ハ
イ
ム
美
術
館
は
、
脱
構
築
建
築
の
例
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
脱

工
業
社
会
に
も
と
め
ら
れ
る
超
装
飾
の
役
割
に
つ
い
て
物
語
っ
て
い
る
。
ビ
ル
バ
オ
の
町
は
か
つ
て
工
業
生
産
に
よ
っ
て
栄
え
た
が
、
産

業
は
の
き
な
み
衰
退
し
て
、
脱
工
業
化
の
象
徴
と
し
て
美
術
館
が
誘
致
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ク
・
ゲ
ー
リ
ー
が
設
計
を
手
が
け
る
こ
と
に
な
っ

た
丑
。
ゲ
ー
リ
ー
は
魚
に
ま
つ
わ
る
自
分
の
原
体
験
を
語
る
が
、
一
個
人
の
体
験
が
こ
う
し
た
巨
大
建
築
の
か
た
ち
を
と
っ
て
よ
い
の

か
。
結
果
と
し
て
得
ら
れ
た
形
態
に
つ
い
て
後
か
ら
何
と
で
も
理
由
づ
け
は
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
自
由
な
形
態
で
あ
る
ほ
ど
本
当
に
そ
れ

で
あ
る
理
由
は
み
つ
か
ら
な
い
。
し
か
し
こ
う
も
反
論
で
き
る
だ
ろ
う
。
一
体
誰
が
そ
れ
を
個
人
の
思
い
つ
き
だ
と
判
断
で
き
る
の
か

と
。
お
そ
ら
く
、
現
代
を
生
き
る
一
個
人
で
は
な
く
、
長
い
年
月
こ
そ
が
建
築
の
形
態
が
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
の
か
判
断
を
下
す
だ
ろ
う
。

ザ
ハ
・
ハ
デ
ィ
ド
の
場
合
は
ど
う
か
。
彼
女
の
仕
事
も
ま
た
脱
構
築
建
築
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
彼
女
の
仕
事
へ
の
批
判
は
そ
の
ま
ま

超
装
飾
へ
の
批
判
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
新
国
立
競
技
場
の
案
が
あ
た
か
も
自
転
車
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
よ
う
だ

と
椰
楡
さ
れ
た
の
も
、
カ
タ
ー
ル
の
サ
ッ
カ
ー
ス
タ
ジ
ア
ム
の
形
状
が
ま
る
で
女
性
器
の
よ
う
だ
と
囁
か
れ
て
い
る
の
も
、
自
由
奔
放
な

形
態
が
何
か
別
の
も
の
を
連
想
さ
せ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
ソ
ウ
ル
の
東
大
門
デ
ザ
イ
ン
プ
ラ
ザ
の
建
物
で
は
、
柔
ら
か
い
も
の
が
垂
れ
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
属
19]
。
こ
う
し
た
す
べ
て
は
擬
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
建
物
の
外
観
は
す
く
な
く
と
も
素
材
を
偽
っ
て
い
る
。

超
装
飾
に
つ
い
て
長
所
と
と
も
に
短
所
も
み
え
て
き
た
。
超
装
飾
は
、
装
飾
と
い
う
付
け
足
し
で
は
な
く
自
己
そ
れ
自
体
の
存
在
と
な

る
と
と
も
に
、
無
装
飾
の
生
気
の
な
さ
に
た
い
し
て
は
躍
動
感
を
取
り
戻
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
超
装
飾
は
い
き
お
い
個
人
の
気
ま
ぐ

れ
な
形
態
に
陥
り
や
す
く
、
一
種
の
擬
態
と
し
て
偽
り
の
性
格
を
と
ど
め
る
。
装
飾
が
も
と
も
と
本
体
に
ま
と
わ
り
つ
く
虚
像
だ
っ
た
な

ら
、
超
装
飾
は
や
や
も
す
る
と
本
体
そ
の
も
の
を
虚
像
に
し
て
し
ま
う
。
超
装
飾
に
そ
な
わ
る
躍
動
感
は
そ
も
そ
も
擬
態
か
ら
な
る
の
で

あ
り
、
擬
態
こ
そ
自
己
の
本
質
と
み
た
ほ
う
が
よ
い
。
け
れ
ど
も
、
建
築
で
あ
れ
、
製
品
で
あ
れ
、
衣
服
で
あ
れ
、
自
己
を
偽
っ
て
も
、

ー

ー

む
す
び
に
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I図19

ザ9ヽ •9ヽディド （東大門デザインプラザ〉 ソウル、 2014年

箪者撮影： 2016年

属
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註

自
然
の
律
動
に
共
振
し
た
り
、
社
会
の
理
想
に
共
嗚
し
た
り
、
目
に
見
え
な
い
何
か
異
な
る
も
の
に
似
よ
う
と
す
る
仕
草
は
、
人
工
物
の

豊
か
さ
で
も
あ
る
。
も
と
も
と
そ
う
し
た
す
べ
て
は
、
真
摯
な
工
芸
家
た
ち
が
装
飾
に
よ
っ
て
目
指
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
超
装
飾

は
そ
れ
を
表
面
だ
け
で
な
く
本
体
に
も
染
み
わ
た
ら
せ
る
試
み
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ー

ー

高
安
啓
介
（
た
か
や
す
・
け
い
す
け
）

一
九
七
一
年
生
ま
れ
。
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
准
教
授
。
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博

士
課
程
修
了
。
博
士
（
文
学
）
。
愛
媛
大
学
法
文
学
部
准
教
授
を
経
て
現
職
。
専
門
は
デ
ザ
イ
ン
思
想
史
。

本
論
は
科
学
研
究
費
補
助
金
（
課
題
番
号
1
6
K
1
2
6
7
2
)

の
助
成
を
受
け
た
研
究
で
あ
る
。

叶
一
本
論
文
は
、
二

0
一
七
年
六
月
一

0
日
に
デ
ザ
イ
ン
・
ク
リ
エ
イ
テ
イ
ヴ
セ
ン
タ
ー
神
戸
で
お
こ
な
わ
れ
た
藝
術
学
関
連
学
会
連
合
第

―
二
回
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
報
告
に
も
と
づ
く
。

竺
装
飾
の
概
念
お
よ
び
装
飾
の
形
式
性
格
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
。
増
渕
宗
一
「
装
飾
」
今
道
友
信
編
『
講
座
美
学
2
美
学
の
主
題
』
（
東

京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
四
年
）
ニ
ニ
七
ー
ニ
五
五
頁
。

竺
O
w
e
n
J
o
n
e
s
,
 T
h
e
 G
r
a
m
m
a
r
 o
f
 O
r
n
a
m
e
n
t
 (1856; L
'
A
v
e
n
t
u
r
i
n
e
,
 2
0
0
6
)
.
 

竺
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
デ
ュ
ラ
ン
ト
『
近
代
装
飾
事
典
』
藤
田
治
彦
訳
（
岩
崎
美
術
社
、
一
九
九
一
年
）
―
-
ー
ニ
三
頁
。

屯
―

J
o
h
n
K
r
e
s
t
e
n
J
e
s
p
e
r
s
e
n
,
 "Originality a
n
d
 J
o
n
e
s
'
T
h
e
 G
r
a
m
m
a
r
 o
f
 O
r
n
a
m
e
n
t
 o
f
 1
8
5
6
,
"
 J
o
u
r
n
a
l
 a
/
D
e
s
i
g
n
 History Vol. 2
1
 N
o
.
 

2
 (July 2
0
0
8
)
:
 1
4
3
,
1
5
3
.
 

渭
一
マ
1ichael
W
h
i
t
e
w
a
y
 ed., Christopher Dresser: A
 D
e
s
i
g
n
 R
e
v
o
l
u
t
i
o
n
 (
V
&
A
 Publications, 2
0
0
4
)
.
 

r
―
竹
内
有
子
「
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
の
ア
ー
ト
・
ボ
タ
ニ
，
1

ゲ
ー
テ
の
形
態
学
と
の
比
較
を
中
心
に
」
「
デ
ザ
イ
ン
理
論
』

五
二
巻
（
二

0
0八
年
）
七
九
ー
九
二
頁
。

渭
一
高
安
啓
介
「
近
代
デ
ザ
イ
ン
の
美
学
』
（
み
す
ず
書
房
、
二

0
一
五
年
）
。

屯
一

T
h
o
m
a
s
F
o
h
l
 u
n
d
 C
l
a
u
s
 Pese, H
r
s
g
.
,
 Peter Behrens: v
o
m
 Jugendstil z
u
m
 Industriedesign (
W
e
i
m
a
r
e
r
 Verlagsgesellschaft, 2
0
1
3
)
.
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咄
一
ロ
ー
ス
の
矛
盾
は
す
で
に
次
の
著
作
に
お
い
て
論
じ
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
伊
藤
哲
夫
『
ア
ド
ル
フ
・
ロ
ー
ス
』
（
鹿
島
出
版
会
、
一
九
八
〇

年）。

竺
ア
ド
ル
フ
・
ロ
ー
ス
「
装
飾
と
犯
罪
」
『
装
飾
と
犯
罪
建
築
・
文
化
論
集
』
伊
藤
哲
夫
訳
（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二

0
1
―
年
）

九
0
|
1
0
四
頁
。

A
d
o
l
f
L
o
o
s
,
 "
O
r
n
a
m
e
n
t
 u
n
d
 V
e
r
b
r
e
c
h
e
n
,
"
 in G
e
s
a
m
m
e
l
t
e
S
c
h
r
i
/
t
e
n
 (Lesethek, 2
0
1
0
)
,
 3
6
3
,
3
7
3
.
 

竺
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
「
都
市
の
冠
』
杉
本
俊
多
訳
（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二

0
-
―年）。

B
r
u
n
o
Taut, D
i
e
 S
t
a
d
t
k
r
o
n
e
 (
E
u
g
e
n
 D
i
e
,
 

derichs, 1
9
1
9
;
 repr., G
e
h
r
.
 M
a
n
n
,
 2
0
0
2
)
.
 

巾
―

B
r
g
o
Taut, A
l
p
i
n
e
 Architektur (
F
o
l
k
w
a
n
g
,
V
e
r
l
a
g
,
 1
9
1
9
)
.
 

竺
B
r
u
n
o
Taut,

＾̂A
已
:ruf
z
u
m
 f
a
r
b
i
g
e
n
 B
a
u
g
"
,
 D
i
e
 B
a
u
w
e
l
t
,
 1
0
.
 Jg., H
e
f
t
 3
8
 (
S
e
p
t
e
m
b
e
r
 1
9
1
9
)
:
 
1. 

旧
一
ア
ー
ロ
イ
ス
・
リ
ー
グ
ル
『
様
式
へ
の
問
い
ー
文
様
装
飾
史
の
基
盤
構
築
』
加
藤
哲
弘
訳
（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二

0
一
七
年
）
。

Alois Rieg!, Stilfragen: G
r
u
n
d
l
e
g
g
g
e
n
 z
u
 einer G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 d
e
r
 O
r
n
a
m
e
n
t
i
k
 (
M
a
a
n
d
e
r
,
 1
9
8
5
)
.
 

旧
一
山
口
廣
著
「
ド
イ
ツ
表
現
派
の
建
築
~
近
代
建
築
の
異
端
と
正
統
』
（
井
上
書
院
、
一
九
八
七
年
）
。

竺
M
u
s
e
u
m
H
e
t
 Schip, ed., W
o
r
k
e
r
s
'
P
a
l
a
c
e
 T
h
e
 S
h
i
p
 b
y
 M
i
c
h
e
l
 d
e
 K
l
e
r
k
 (
M
u
s
e
u
m
 H
e
t
 Schip, 2
0
1
2
)
・
 

旧―

A
c
h
i
m
W
e
n
d
s
c
h
u
h
,
 H
r
s
g
.
,
 H
a
n
s
 S
c
h
a
r
o
u
n
•
•
N

料
言
｀
n
g
e
n、A
q
u
a
r
e
l
l

こ
T
e
x
t
e
（
仁
a
d
e
m
i
e
d
e
r
 Kiinste, 1
9
9
3
)
.
 

咽
―

U
l
r
i
c
h
Schneider, "
H
e
r
m
a
n
n
 Finsterlin u
n
d
 M
i
m
e
s
i
s
,
"
 in R
a
i
n
e
r
 S
t
a
m
m
,
 D
a
n
i
e
l
 Schreiber, Hrsg・

」

B
ミ

u
e
m
e
r
m
e笠
e
n
Welt. A
r
c
苓

tekto
ミ苔
h
e
Visionen des E
x
p
r
e
s
s
さ
ミ
r
m
m
(
W
a
l
t
e
r
K
o
n
i
g
,
 2
0
0
3
)
,
 5
0
,
5
7
.
 

刀
一
分
離
派
の
作
品
集
を
参
照
。
「
分
離
派
建
築
会
ー
宣
言
と
作
品
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
二

0
年
）
。
『
分
離
派
建
築
会
の
作
品
~
二
刊
』

（
岩
波
書
店
、
一
九
ニ
―
年
）
。
「
分
離
派
建
築
会
の
作
品
1

第
三
刊
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
二
四
年
）
。
以
上
は
ま
と
め
て
次
に
再
録
さ
れ

て
い
る
。
『
近
代
日
本
の
デ
ザ
イ
ン
1

二
五
巻
』
（
ゆ
ま
に
書
房
、
二

0
0九
年
）
。

竺
Philip
J
o
h
n
s
o
n
 a
n
d
 M
a
r
k
 W
i
g
l
e
y
,
 Deconstructivist Architecture (
M
u
s
e
u
m
 o
f
 M
o
d
e
r
n
 Art, 1
9
8
8
)
.
 

竺
A
r
t
e
F
r
a
n
c
e
,
 L
a
n
d
s
c
a
p
e
 o
f
 Archiectì
resvol.4, D
V
D
 (U
P
L
I
N
K
,
 20
0
5
)
・
 




